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投
企
す
る
文
学
遺
産

―
有
形
と
無
形
を
再
考
し
て

♦♦
エ
ド
ア
ル
ド
・
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
（E

doardo♦G
erlini

）

一
、
古
典
性
と
い
う
「
価
値
」

　

前
近
代
の
文
化
を
研
究
す
る
学
者
の
間
で
は
、
近
年
、「
古

典
の
危
機
」
と
い
う
問
題
が
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
古
典
」、
つ
ま
り
「
す
ぐ
れ
た
著
述
や
作
品
で
、
過
去
の

長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
多
く
の
人
々
の
模
範
と
な
り
、
ま
た
愛

好
さ
れ
て
き
た
も
の
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
は
現
在
の
人
々
に

愛
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
価
値
と
美
し
さ
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
と
い
う
の
は
通
常
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
の
と
こ

ろ
、
一
般
社
会
に
お
け
る
過
去
の
文
化
へ
の
関
心
が
薄
ま
っ
た

と
は
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ど
、
学
問
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
許
し
が
た
い

歪
ん
だ
形
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
過
去
の
物
語
、
人
物
、

出
来
事
、
つ
ま
り
過
去
の
文
化
は
、
映
画
、
テ
レ
ビ
、
漫
画
な

ど
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
ま
す
ま
す
大
勢
の
人
々
の

注
目
を
集
め
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』や『
源

氏
物
語
』
の
よ
う
な
文
学
作
品
で
も
、
大
衆
化
し
た
古
典
と
し

て
、
ド
ラ
マ
化
、
漫
画
化
さ
れ
、
原
作
よ
り
も
多
く
の
読
者
と

視
聴
者
を
集
め
る
形
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
。

　
「
古
典
」
と
い
う
概
念
の
重
要
性
も
、
一
般
社
会
に
お
い
て

軽
視
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
新
し
い
元
号
「
令
和
」
を
め

ぐ
る
決
断
と
論
争
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
古
典
が
持
っ
て
い
る

権
威
は
政
治
的
な
言
説
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
る
た
め
の
道

具
と
し
て
利
用
さ
れ
、
乱
用
さ
れ
、
と
に
か
く
新
し
い
象
徴
的

な
意
味
と
役
割
を
託
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　

い
わ
ゆ
る
「
古
典
の
危
機
」
は
、
社
会
に
お
け
る
過
去
や
伝

統
の
危
機
と
い
う
よ
り
も
、
学
問
の
権
威
の
危
機
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
典
と
は
何
か
、
古
典
に
は
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
古
典
を
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
、

ど
の
よ
う
に
使
う
べ
き
か
、
と
い
っ
た
質
問
に
答
え
ら
れ
る
の
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は
古
典
の
専
門
家
だ
け
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
、
社
会
か
ら
だ

ん
だ
ん
消
え
て
し
ま
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
学
問
の
権
威

が
衰
え
る
の
と
平
行
し
て
、
古
典
は
日
常
生
活
に
は
役
立
た
な

い
知
識
だ
と
軽
蔑
さ
れ
、
学
校
の
科
目
や
大
学
の
研
究
分
野
と

し
て
の
そ
の
意
義
が
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。こ
れ
こ
そ「
古

典
の
危
機
」
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

　

実
は
、
古
典
学
と
現
代
社
会
の
対
立
は
、
必
ず
し
も
最
近
の

問
題
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
「
古
典
」
と
い
う
概
念
自
体
に
最

初
か
ら
内
在
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
古
典
」
や
「classics
」
な
ど
の
単
語
は
、

確
か
に
現
代
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
知
識
を

記
録
し
た
テ
ク
ス
ト
を
評
価
し
、
拠
り
所
に
し
、
つ
ま
り
古
典

と
し
て
見
做
す
傾
向
は
、
前
近
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
出
せ

る
現
象
で
あ
る
。
特
に
、
社
会
が
大
き
く
変
容
し
て
い
こ
う
と

す
る
時
代
に
、
消
え
そ
う
な
文
化
と
知
識
を
ど
う
保
護
す
る
べ

き
か
が
問
わ
れ
た
結
果
、
古
典
と
い
う
も
の
の
再
発
見
と
再
創

造
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
中
国
の
漢
代
で
は
五
経
と
儒
学
、

欧
州
ル
ネ
サ
ン
ス
で
は
古
代
ロ
ー
マ
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
美
術

と
古
典
主
義
、
江
戸
中
期
で
は
万
葉
集
と
国
学
な
ど
、
過
去
の

作
品
に
至
上
の
知
恵
と
知
識
を
認
め
て
い
た
人
た
ち
は
、
そ
の

作
品
を
参
考
に
し
な
が
ら
現
在
の
問
題
へ
の
答
え
を
求
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
「
古
典
」
の
概
念
と
形

は
異
な
っ
て
い
て
も
、
過
去
を
現
在
に
意
識
的
に
活
躍
さ
せ
る
、

つ
ま
り
投
企
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
「
古
典
」
と
い
う
現
象
の
主
な

共
通
点
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
投
企
す
る
古
典
性
」
と
題
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら

生
ま
れ
た
本
書
は
、
古
典
の
根
本
的
な
素
質
を
熟
考
す
る
課
題

を
提
供
す
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
古
典
性
」
と
は
何
か
。「
古

典
」
と
「
古
典
性
」
は
ど
う
違
う
の
か
。
そ
も
そ
も
、
日
本
国

語
大
辞
典
に
は
「
古
典
性
」
と
い
見
出
し
語
は
な
い
が
、
そ
の

英
語
直
訳
に
当
た
る
は
ず
の
「classicity

」
も
主
な
英
語
辞
典

に
は
載
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
近
い
「classicism

」
と
い
う
語

し
か
な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
イ
タ
リ
ア
語
や
フ
ラ
ン
ス
語

の
辞
典
で
は
「classicism

」
と
「classicism

e

」
と
別
の
意
味
で
、

「classicità

」
と
「classicité

」
と
い
う
見
出
し
語
が
あ
る
。
イ

タ
リ
ア
語
辞
典（Treccani 2020

）
に
記
載
さ
れ
て
い
る「classicità

（
古
典
性
）」
は
イ
タ
リ
ア
語
辞
典（Treccani 2020

）
に
お
け
る「
古

典
性
」
は
「
古
典
的
性
格
」（carattere classico

）、
古
典
的
精
神
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（spirito classico

）、
あ
る
い
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
「
古

典
的
時
代
」（età classica

）、
古
典
世
界
の
す
べ
て
の
文
学
と
芸

術
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
で
は
、
日
本
語
で
い
う
古
典
性

は
、
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
か
。
前
近
代
に
日
本
で
作
ら

れ
た
あ
ら
ゆ
る
作
品
な
の
か
。
前
近
代
文
化
そ
の
も
の
な
の
か
。

あ
る
い
は
、
把
握
し
に
く
い
「
古
典
的
な
考
え
」
を
意
味
す
る

の
か
。
古
典
を
古
典
と
為
す
性
格
、
性
質
、
個
性
な
の
か
。

　

周
知
の
通
り
、
古
典
文
学
や
古
典
美
術
は
、
古
典
と
し
て

生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
後
代
の
文
化
的
エ
リ
ー
ト
な
ど

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
正
統
化
さ
れ
る
複
雑
な
社
会
的
プ
ロ

セ
ス
の
所
産
、
つ
ま
り
作
ら
れ
た
モ
ノ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
（
日
本
文
学
の
場
合
は
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、
鈴
木
登
美
共
編
『
創

造
さ
れ
た
古
典
：
カ
ノ
ン
形
成
・
国
民
国
家
・
日
本
文
学
』〔
新
曜

社
、
一
九
九
九
年
〕
を
参
考
）。
で
は
、
古
典
性
も
作
ら
れ
た
も
の
、

そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
認
識
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
。非
本
質
主
義
的
な
立
場
か
ら
考
え
る
と
、天
才
作
家
に
よ
っ

て
絶
対
的
な
価
値
の
あ
る
傑
作
に
具
現
さ
れ
る
「
古
典
の
エ
ッ

セ
ン
ス
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
、
は
っ
き
り

否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
古
典
性
と

い
う
用
語
は
、
各
時
代
の
各
社
会
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

に
与
え
ら
れ
た
「
価
値
」
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
古
典
性
に
富
ん
だ
作
品
は
、
長
い
間
、

多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
「
古
典
」
と
し
て
見
做
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
と
い
う
解
釈
が
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
平
安
末
期
か
ら
注

釈
書
や
歌
論
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
後
も
高
く
評
価
さ
れ
つ
づ

け
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
日
本
文
学
史
の
中
で
お
そ
ら
く
最
も

高
い
「
古
典
性
」
を
持
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
現
代
に
な
っ
て
か
ら

初
め
て
「
古
典
文
学
」
と
し
て
認
め
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』
は
、

「
古
典
性
」
が
よ
り
浅
い
、
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

多
様
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
「
古
典
性
」
だ
が
、

本
稿
で
は
、
人
の
教
養
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
、
美
と
徳
の
基

準
と
見
做
さ
れ
た
過
去
の
作
品
の
「
価
値
」
と
し
て
考
え
て
お

き
た
い
。

二
、
文
化
遺
産
か
ら
文
学
遺
産
へ

　

さ
て
、
古
典
性
が
ど
の
よ
う
に
現
代
に
「
投
企
」
さ
れ
、
ど
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の
よ
う
に
大
衆
に
お
い
て
視
覚
化
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
は
、

幅
広
く
、
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
促
す
刺
激
的
な
テ
ー
マ
で

あ
る
。
そ
こ
で
、「
古
典
性
」
を
「
価
値
」
と
し
て
捉
え
な
お

す
の
で
あ
れ
ば
、
近
年
盛
ん
に
発
展
し
て
い
る
文
化
遺
産
を
め

ぐ
る
研
究
、
い
わ
ゆ
る
遺
産
研
究
（heritage studies

）
と
の
学
際

的
な
考
察
が
特
に
有
意
義
で
あ
る
。
遺
産
研
究
の
前
衛
と
も
い

え
る
批
判
的
遺
産
研
究
（critical heritage studies

）
が
打
ち
出
し

た
再
定
義
に
よ
る
と
、
遺
産
は
、
内
在
的
か
つ
普
遍
的
な
価
値

を
持
つ
モ
ノ
で
は
な
く
、
過
去
の
文
化
的
所
産
に
社
会
的
な
価

値
を
与
え
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
な
お
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
遺
産
の
価
値
作
り
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
は
、
古
典
作
品
の
カ
ノ
ン
化
過
程
に
近
似
す
る
こ
と

で
あ
る
。
近
年
の
遺
産
研
究
に
よ
っ
て
、
遺
産
は
「
文
化
的

過
程
」
や
「
現
在
を
理
解
す
る
た
め
の
言
説
的
構
造
」（Sm

ith 

2006

）、
一
つ
の
「
文
化
的
政
策
」（Logan et al. 2016: 1

）、「
過

去
と
現
在
の
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、未
来
に
対
す
る
熟
考
」

（H
arrison 2013: 228

）、「
付
加
価
値
を
与
え
る
メ
タ
文
化
的
過

程
」（Sánchez-C

arretero 2013: 387

）
な
ど
、
様
々
に
定
義
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、「
遺
産
は
個
人
と
集
団
が
特
定
の
社
会
の

中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
位
置
と
「
場
」
を
交
渉
す
る
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る1
＊

」 （Sm
ith &

 W
aterton 2009: 293

）
の
で
、
共
同
体
に

お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
共
通
記
憶
の
構
築
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
だ
と
力
説
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
三
年
に
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
『
無
形
文

化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
』
の
影
響
で
、
世
界
の
文
化
遺

産
は
有
形
（
建
物
、
遺
跡
、
景
色
、
街
並
み
な
ど
）
と
無
形
（
ダ
ン

ス
、演
劇
、祭
典
、技
術
、料
理
な
ど
）
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
的
な
営
為
に

焦
点
を
置
い
た
批
判
的
遺
産
研
究
の
学
者
た
ち
は
、
す
べ
て
の

遺
産
は
「
無
形
」
で
あ
る
と
強
調
す
る
（Sm

ith 2006

）。

　

例
え
ば
、
教
会
や
お
寺
な
ど
の
有
形
文
化
遺
産
の
場
合
で
も
、

そ
の
社
会
的
な
認
識
が
な
け
れ
ば
「
遺
産
」
と
し
て
見
な
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
、
次
の
世
代
の
た
め
に
保
護
さ
れ
る
価
値
も
認

め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
モ
ノ
と
人
の
間
に
形
成
さ
れ
る
無
形

的
な
関
係
こ
そ
が
、
遺
産
と
い
う
価
値
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

よ
う
に
無
形
の
優
先
性
を
認
め
る
学
者
に
と
っ
て
は
、
博
物
館

に
展
示
さ
れ
て
い
る
展
示
品
の
よ
う
な
具
体
的
な
モ
ノ
で
す
ら
、

無
形
的
な
思
想
と
営
為
の
単
な
る
「
具
現
化
」（em

bodim
ents

）
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と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
り
（B

redekam
p 2006: 7 9

、A
kagaw

a 

2016
）、
全
て
の
遺
産
は
「
無
形
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通

じ
て
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（M

unje-

ri 2004

）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
遺
産
を
め
ぐ
る
複
雑
な
が
ら
刺
激
的
な
論

考
に
は
、
文
学
と
文
学
研
究
は
未
だ
登
場
し
て
い
な
い
。
そ
こ

で
本
稿
は
、「
古
典
の
危
機
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
古
典

文
学
と
文
学
研
究
を
遺
産
研
究
の
討
論
の
中
に
投
企
す
る
こ
と

を
試
み
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
古
典
に
付
加
さ
れ
る
「
価
値
」
の

作
り
方
を
理
解
し
、
現
在
に
お
け
る
古
典
の
役
割
に
つ
い
て
の

考
察
に
新
し
い
意
識
を
与
え
ら
れ
る
と
期
待
す
る
。

　

ま
ず
は
、
古
典
、
古
典
性
、
文
学
な
ど
の
用
語
を
遺
産
研
究

の
枠
組
に
再
定
義
し
て
み
よ
う
。
文
学
の
先
行
研
究
で
は
「
文

学
遺
産
」（
英
語
で
はliterary heritage

）
と
い
う
語
句
が
散
見
す

る
が
、
こ
れ
は
遺
産
研
究
の
新
し
い
定
義
な
ど
を
意
識
し
て
い

る
言
い
方
で
は
な
い
。
つ
ま
り
文
学
研
究
も
、遺
産
研
究
も
、「
文

学
遺
産
」
と
は
何
か
と
、
未
だ
は
っ
き
り
定
義
し
て
い
な
い
。

　

で
は
こ
こ
で
、
遺
産
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
文
学
遺
産

の
定
義
を
仮
に
提
案
し
て
み
よ
う
。
批
判
的
遺
産
研
究
の
視
点

か
ら
考
え
て
み
る
と
、
遺
産
は
モ
ノ
で
は
な
く
、
社
会
的
か
つ

文
化
的
営
為
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
文
学
遺
産
も
、
文
学
作
品

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
作
品
を
め
ぐ
る
様
々
な
社

会
的
過
程
で
あ
る
と
主
張
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
文
学
遺
産

は
、
全
て
の
遺
産
と
同
じ
よ
う
に
、「
無
形
」
で
あ
る
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
形
的
に
存
在
し
て
い

る
文
学
作
品
は
、
文
学
遺
産
と
い
う
無
形
的
な
営
為
の
具
現

（em
bodim

ent

）
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
再
定
義
さ
れ
た
文
学
遺
産
は
、
文
学
研

究
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
、
文
学
（literature

）
は
、「
芸
術
作
品
。
ま
た
、
そ
れ
を

作
り
出
す
こ
と
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
い
う
二
つ
の
意
味
が

あ
り
、
つ
ま
り
文
学
作
品
と
、
そ
れ
ら
を
「
書
く
」、
生
産
す

る
と
い
う
営
為
と
、
両
方
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
モ
ノ
」
と

「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」、
つ
ま
り
有
形
と
無
形
の
両
面
が
、
常
用
さ

れ
る
文
学
の
概
念
に
は
す
で
に
共
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

文
学
の
こ
の
両
面
を
熟
考
し
、
テ
ク
ス
ト
分
析
だ
け
で
は
な
く
、

歴
史
的
背
景
を
よ
り
広
い
目
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
先
行
研
究

は
当
然
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、『「
文
」
の
環
境
』
や
『「
文
」
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と
人
々
』
を
副
題
と
す
る
河
野
貴
美
子
等
共
編
『
日
本
「
文
」

学
史
』
第
一
・
二
冊
（
勉
誠
出
版
）
は
、
そ
の
最
近
の
例
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
や
は
り
、
多
く
の
文
学
研
究
、
特
に
日
本
で
行
わ
れ
る

古
典
研
究
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
有
形
的
な
面
に
も
っ
ぱ
ら
集
中

し
が
ち
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
原
典
」
と
「
複
製
」

の
優
劣
関
係
と
い
う
前
提
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
姿
勢
の
証

拠
と
な
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
写
本
の
価
値
は
、
失
わ
れ
た
原
本

と
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
る
も
の
で
、
近
け
れ
ば
近
い

ほ
ど
価
値
が
あ
る
善
本
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
の

原
典
に
は
純
粋
で
絶
対
的
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
確
信
に
基
づ

い
て
い
る
考
え
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
形

に
た
ど
り
着
こ
う
と
す
る
書
誌
学
や
文
献
学
は
、
作
品
の
正
確

な
理
解
に
必
要
不
可
欠
な
知
識
と
方
法
論
を
提
供
す
る
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
原
典
を
目
的
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
作

品
の
周
り
で
行
わ
れ
る
様
々
な
社
会
的
過
程
と
、
作
品
の
複
製

な
ど
が
有
す
る
意
味
を
看
過
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
文
学

を
文
化
遺
産
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
の
有
形
／
無
形
の
二
面
を

合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
作
品
と
テ
ク
ス
ト
の
中
心
性
を

相
対
化
し
、
文
学
研
究
、
と
り
わ
け
古
典
の
研
究
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
改
め
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
文
学
は
有
形
（
作
品
、
テ
ク
ス
ト
）
と
無
形
（
読

み
書
き
、
知
識
、
営
為
）
と
い
っ
た
性
格
を
含
む
概
念
だ
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
遺
産
」
だ
と
は
言
え
な
い
。
遺
産
は
、

や
は
り
過
去
と
現
在
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
生
ま
れ
、
未
来
へ
の
目

線
を
含
意
す
る
思
考
と
言
説
で
あ
り
、
必
ず
通
時
的
な
意
識
に

関
わ
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
文
化
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
な
社

会
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
作
る
か
、
後
世
に
何
を
、
ど
の

よ
う
に
遺
す
べ
き
か
、
と
い
う
質
問
は
、
遺
産
を
形
成
す
る
問

い
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
文
学
遺
産
と
い
う
の
は
、

作
品
を
「
書
く
・
読
む
」
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
の
保
存
と
カ

ノ
ン
化
に
関
わ
る
書
写
、
編
集
、
印
刷
、
引
用
、
注
釈
、
翻
訳
、

評
論
な
ど
の
多
様
な
過
程
も
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
再

創
造
か
つ
正
統
化
の
プ
ロ
セ
ス
無
し
に
、
何
百
年
前
の
作
品
が

現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
今
日
そ
の
テ
ク
ス
ト
を

「
遺
産
」
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。

　

こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
、「
古
典
」
は
「
遺
産
」
の
同
意
語

に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
狭
義
の
「
古
典
」
は
、
前
近
代

の
作
品
を
網
羅
的
に
指
す
よ
り
も
、
知
る
べ
き
、
参
考
す
べ
き
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限
ら
れ
た
数
の
作
品
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
遺
産
も
同
様
に
、

過
去
の
文
化
を
網
羅
的
に
指
す
の
で
は
な
く
、
特
に
価
値
の
あ

る
、
後
世
に
伝
え
る
べ
き
、
そ
し
て
後
世
に
重
視
さ
れ
る
文
化

の
こ
と
で
あ
る
。「
古
典
」
が
「
遺
産
」
に
匹
敵
す
る
概
念
で

あ
る
な
ら
ば
、「
古
典
性
」
は
、
厳
選
さ
れ
た
過
去
の
作
品
に

付
加
さ
れ
た
社
会
的
な
、
無
形
的
な
「
価
値
」
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
古
典
性
」
は
、
原
作
、
例
え
ば
紫

式
部
の
『
源
氏
物
語
』
に
染
み
込
ん
で
い
た
本
来
の
価
値
で
は

な
く
、
の
ち
の
写
本
、
注
釈
、
翻
訳
な
ど
の
再
創
造
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
、
蓄
積
さ
れ
た
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

M

マ

イ

ケ

ル

ichael E

エ

メ

リ

ッ

ク

m
m

erich

氏
は
「『
源
氏
物
語
』
の
「
原
典
」
や
、

そ
の
保
存
と
伝
達
の
重
要
性
と
い
う
概
念
の
創
出
そ
れ
自
体

が
、
中
世
に
お
け
る
注
釈
者
が
果
た
し
た
最
も
意
味
の
あ
る

こ
と2
＊

」
で
あ
り
、
紫
式
部
の
原
文
の
受
容
よ
り
も
、
の
ち
に

作
ら
れ
た
翻
訳
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
の
「
改
替
」

（replacem
ent

）
に
注
意
を
寄
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
エ

メ
リ
ッ
ク
氏
が
提
案
す
る
改
替
は
「
カ
ノ
ン
化
し
た
テ
ク
ス
ト

に
代
わ
る
、
新
し
く
、
異
な
る
か
た
ち
の
改
替
品
が
、
先
行
す

る
改
替
品
に
絶
え
ず
取
っ
て
代
わ
り
続
け
る
こ
と
と
し
て
の

カ
ノ
ン
化
が
﹇
省
略
﹈
テ
ク
ス
ト
の
消
費
者
の
要
求
に
も
応
え

て
き
た
。
そ
れ
が
膨
大
な
類
似
作
品
の
集
合
と
、
改
替
品
の
連

鎖
と
し
て
の
文
学
的
カ
ノ
ン
で
あ
る3
＊

」
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り

エ
メ
リ
ッ
ク
氏
に
よ
る
こ
の
改
替
は
、
一
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で

は
な
く
、
絶
え
ず
上
書
き
さ
れ
つ
づ
け
る
「
カ
ノ
ン
」
の
こ
と

だ
が
、
こ
の
見
解
は
、
各
時
代
に
作
り
直
さ
れ
る
遺
産
と
い
う

概
念
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ユ
ネ
ス
コ
の
『
無

形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
』
で
は
「
こ
の
無
形
文
化

遺
産
は
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
承
さ
れ
、
社
会
及
び
集
団
が

自
己
の
環
境
、
自
然
と
の
相
互
作
用
及
び
歴
史
に
対
応
し
て
絶

え
ず
再
現4
＊

」（U
N

E
SC

O
 2003, art. 2

）
す
る
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、

ま
たD

avid H
arvey

氏
が
述
べ
る
通
り
、
遺
産
は
「
ど
の
時
代

に
で
も
発
見
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
、
意
味
を
与
え
ら
れ
、
類
別
さ

れ
、
紹
介
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
何

度
も
何
度
も
失
わ
れ
る
も
の
で
あ
る5
＊

」。

　

し
た
が
っ
て
、
カ
ノ
ン
と
し
て
の
古
典
は
、
や
は
り
一
つ
の

無
形
文
化
遺
産
の
類
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
学
遺
産
は
、

真
正
性
に
満
ち
た
原
典
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
の
ち
に

再
創
造
さ
れ
つ
づ
け
た
複
製
と
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
文
化
的
営
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為
と
言
説
で
あ
る
。

　

実
は
、
カ
ノ
ン
化
を
言
説
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
、
文
学

の
研
究
で
は
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
言
説

と
い
う
論
理
的
な
枠
組
み
を
通
じ
て
、
遺
産
と
古
典
の
生
産
過

程
を
比
較
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
。
例
え
ば
、

平
安
の
勅
撰
集6
＊

や
明
治
期
の
国
文
学
史
な
ど
に
お
け
る
カ
ノ
ン

構
築
の
あ
り
方
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
文
学
研
究
は
、
遺
産

研
究
で
論
証
さ
れ
た
「
権
限
付
遺
産
言
説
」（authorized heritage 

discourse

）（Sm
ith 2006

）、
つ
ま
り
専
門
家
と
権
力
者
の
権
威
に

基
づ
い
て
遺
産
の
意
味
と
伝
達
方
法
を
決
め
る
プ
ロ
セ
ス
の
論

考
な
ど
を
参
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
証
明
と
、
学
際

的
な
視
野
を
得
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

三
、
有
形
と
無
形
の
相
互
投
企

　

上
述
の
通
り
、
遺
産
研
究
で
論
じ
ら
れ
る
無
形
か
ら
有
形
へ

の
具
現
化
過
程
（em

bodim
ent

）
は
、
文
学
の
有
形
・
無
形
と

い
う
二
重
性
を
再
考
す
る
の
に
役
立
つ
が
、
実
は
逆
に
、
文
学

は
無
形
文
化
遺
産
の
概
念
の
限
界
を
見
出
す
の
に
も
有
効
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
の
遺
産
と
カ
ノ
ン
化
を
め
ぐ
る
研
究

は
、
文
化
の
社
会
的
な
過
程
に
集
中
し
す
ぎ
た
せ
い
か
、
文
学

作
品
が
持
っ
て
い
る
有
形
的
な
性
格
の
働
き
を
軽
視
し
て
し
ま

う
傾
向
が
あ
る
。

　

確
か
に
、
前
章
で
言
及
し
た
通
り
、
文
学
作
品
は
「
読
む
・

書
く
」
な
ど
の
技
術
、
知
識
、
つ
ま
り
「
無
形
」
な
営
為
か
ら

生
ま
れ
る
モ
ノ
（
有
形
）
で
あ
る
。
古
典
も
ま
た
、後
世
の
人
々

が
行
う
社
会
的
営
為
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
で

き
る
。
し
か
し
一
方
、
古
典
テ
ク
ス
ト
と
い
う
有
形
的
な
存
在

が
人
々
の
知
識
、
嗜
好
、
倫
理
、
価
値
観
な
ど
の
無
形
な
営
為

に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、
テ
ク
ス
ト
が
持
っ
て
い
る
固
ま
っ
た
形
は
、
そ
れ
に
基
づ

く
文
化
的
営
為
の
あ
り
方
を
左
右
し
、
制
限
す
る
も
の
で
あ
る

と
推
定
し
た
い
。

　

例
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
を
神
の
言
葉
と
見
做
す
聖
教
と
い
う
独

特
な
古
典
の
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
よ
う
。
時
代
が
変
わ
り
、
社

会
が
新
し
い
価
値
観
と
倫
理
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
時
、
聖

教
の
テ
ク
ス
ト
で
結
晶
化
さ
れ
た
教
え
に
忠
実
に
従
う
信
徒
た

ち
は
、
自
由
に
自
分
の
モ
ラ
ル
と
生
活
ス
タ
イ
ル
を
改
め
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
解
説
や
釈
義
に
よ
っ
て
聖
典
の
読
み
方
を
変

え
よ
う
と
し
て
も
、
固
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
無
視
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
形
の
も
と
で
の
価
値
観
と
言
説

に
縛
ら
れ
、
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
翻
訳
が
許

さ
れ
な
い
コ
ー
ラ
ン
や
、
文
字
を
一
つ
一
つ
蓮
華
座
に
載
せ
て

崇
拝
す
る
『
一い
ち

字じ

蓮れ
ん

台だ
い

法ほ

華け

経き
ょ
う』

な
ど
の
テ
ク
ス
ト
の
場
合
は
、

原
文
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
一
層
難
し
い
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
の

有
形
的
な
存
在
自
体
に
神
秘
的
な
権
威
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
儀
式
、
習
慣
、
祭
典
な
ど
の
様
々
な

無
形
的
な
営
為
も
、
不
可
避
的
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
形
に
影
響

さ
れ
、
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

有
形
が
無
形
に
与
え
る
影
響
は
、
写
経
と
い
う
仏
教
の
重
要

な
修
行
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
写
経
は
無
形
的
な
営
為
と
し

て
考
え
ら
れ
る
が
、
既
存
す
る
有
形
的
な
テ
ク
ス
ト
（
経
典
）

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
写
経
と
い
う
営
為
か

ら
新
し
い
写
本
が
生
産
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
元
の
経
典
の
形
を

忠
実
に
複
製
す
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
は
、
一
度

作
ら
れ
て
、
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
モ
ノ
だ
け
で
は
な
く
、
何
度

も
同
じ
形
で
作
り
直
さ
れ
る
モ
ノ
で
も
あ
る
。
有
形
的
な
テ
ク

ス
ト
は
、
無
形
的
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
不
可
欠
な
対
象
で
あ
り
、

目
的
で
あ
る
。

　

こ
の
無
形
／
有
形
の
相
互
的
な
関
係
は
、
言
語
と
辞
書
を
考

え
る
と
さ
ら
に
明
瞭
で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
条
約
の
中
で
も
、

言
語
は
無
形
文
化
遺
産
の
一
類
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
と

い
う
無
形
文
化
の
重
要
な
具
現
と
し
て
は
、
辞
書
と
い
う
有
形

的
な
モ
ノ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
の
中
で
新
し
い
言

葉
が
生
ま
れ
、
表
現
の
意
味
が
変
わ
れ
ば
、
辞
書
の
固
定
さ
れ

た
「
形
」
も
変
わ
る
。
し
か
し
逆
に
、
日
常
に
使
わ
れ
て
い
る

言
語
を
正
し
い
「
形
」
に
す
る
た
め
に
、
辞
書
が
参
考
に
さ
れ

る
の
で
、
有
形
の
辞
書
は
、
無
形
の
言
語
の
形
を
定
め
、
そ
の

変
更
の
可
能
性
を
抑
え
、
制
限
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

言
語
↓
テ
ク
ス
ト
↓
言
語
と
い
う
螺
旋
は
、
無
形
↓
有
形
↓
無

形
の
交
代
の
繰
り
返
し
に
匹
敵
し
、
相
互
的
な
制
限
、
抑
制
プ

ロ
セ
ス
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
辞
書
に
載
っ
て

い
る
用
例
の
中
で
は
、
古
典
文
学
か
ら
の
引
用
が
特
に
重
視
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
現
代
（
語
）
と
古
典
（
語
）
の

関
係
は
や
は
り
無
形
・
有
形
と
い
う
関
係
の
内
に
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
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古
典
テ
ク
ス
ト
が
無
形
文
化
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、

芸
能
と
文
学
の
関
係
が
興
味
深
い
。
二
〇
〇
八
年
か
ら
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
能
楽
は
、芸
能（
無

形
）
で
あ
り
な
が
ら
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
（
有
形
）
と
し
て
も

意
識
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
能
楽
の
舞
台
は
、

固
定
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
、
つ
ま
り
謡
本
を
上
演
す
る
文
化

的
営
為
で
あ
り
、
脚
本
に
登
場
す
る
人
物
が
舞
台
で
演
じ
る
役

者
に
身
体
化
（
こ
れ
も
ま
た
英
語
で
はem

bodim
ent

と
い
う
）
さ

れ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
固
定
さ
れ
た
有
形
的
な
テ
ク
ス

ト
は
、
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
何
回
も
演
技
と
い
う
無
形
的
な

営
為
に
具
現
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
録
音
か
録
画
を
再
生
す
る

よ
う
な
機
械
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
役
者
の
創
造
的
な
貢

献
が
重
要
で
、
同
じ
演
目
で
も
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
や
は
り
、

役
者
に
よ
っ
て
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
有
形
（
謡
本
）

な
モ
ノ
が
無
形
（
上
演
）
に
な
り
、変
わ
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
逆
に
、
舞
台
で
蓄
積
し
た
役
者
の
生
の
経
験
は
、
謡

本
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
具
現
化
さ
れ
る
過
程
も
あ
る
。
謡
本
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
詞
章
を
記
し
、
そ
れ
に
節
付
け
を
示
す
譜
を

傍
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
各
流
の
大
夫
た
ち
は
、
前
代
の
大

夫
が
残
し
た
謡
本
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
新
し
い
謡
本
を
作
成

す
る
習
慣
が
あ
る
。
こ
れ
は
、古
典
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
（
脚
本
、

詞
章
）
に
新
し
い
テ
ク
ス
ト
（
節
付
け
の
指
示
）
を
追
加
す
る
も

の
、
つ
ま
り
古
典
の
注
釈
書
の
よ
う
な
、
テ
ク
ス
ト
の
再
創
造

の
一
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
謡
本
も
、
能
楽
の
面
と
同
様
に
、

代
々
伝
承
さ
れ
な
が
ら
、
新
し
く
作
り
直
さ
れ
る
モ
ノ
で
あ
り
、

能
楽
と
い
う
芸
能
に
お
け
る
無
形
と
有
形
の
関
係
を
表
現
す
る
。

そ
し
て
逆
に
、
謡
本
と
い
う
有
形
な
テ
ク
ス
ト
は
、
能
楽
の
現

在
と
将
来
の
あ
り
方
を
規
則
し
、
そ
の
変
更
と
進
化
を
制
限
す

る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
辞
書
に
つ
い
て
述
べ
た
と

同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
能
楽
の
脚
本
は
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の

古
典
文
学
を
典
拠
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
能
楽
も
ま

た
古
典
文
学
の
再
創
造
、
あ
る
い
は
エ
メ
リ
ッ
ク
氏
が
述
べ
る

「
改
替
」（E

m
m

erich 2013: 92

）
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

以
上
の
例
か
ら
再
考
す
る
と
、
無
形
と
有
形
の
関
係
は
、
必

ず
し
も
一
方
通
行
で
展
開
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
関
係
で

あ
る
と
分
か
る
。
こ
れ
は
当
然
、
文
学
の
み
な
ら
ず
、
美
術
や

建
築
な
ど
の
有
形
文
化
遺
産
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
文
学
は
、
言
葉
を
通
じ
て
「
話
す
」
文
化
的
所
産
で
あ
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り
、
固
定
し
た
形
を
と
っ
た
言
説
で
あ
る
の
で
、「
有
形
」
の

能
力
を
理
解
す
る
に
は
一
層
ふ
さ
わ
し
い
資
料
で
あ
ろ
う
。
読

者
の
読
み
方
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
と
解
釈
が
大
き
く

変
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
含
む
元

の
意
味
と
価
値
観
と
言
説
な
ど
を
完
全
に
無
視
し
、
勝
手
な
読

み
方
を
作
る
こ
と
は
難
し
い
。

四
、
現
代
を
相
対
化
す
る
文
学
遺
産

　

遺
産
と
古
典
は
、
単
な
る
モ
ノ
（
作
品
）
で
は
な
く
、
よ
り

複
雑
な
文
化
的
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
「
無

形
」
と
い
う
概
念
が
特
に
有
効
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
文
学
遺

産
は
、
読
み
、
書
き
、
編
集
、
書
写
、
注
釈
、
引
用
な
ど
の
無

形
的
な
営
為
を
通
じ
て
、
過
去
の
文
学
作
品
を
保
存
し
、
正
統

化
し
、
意
味
付
け
、
共
同
体
の
共
通
記
憶
に
投
企
す
る
プ
ロ
セ

ス
で
あ
る
と
再
定
義
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
文
学
作
品
は
、
の
ち
の
言
語
な
ど
の
無
形
的
な
営

為
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
形
と
有

形
の
関
係
は
、
相
互
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
（
投
企
）
の
螺

旋
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。

そ
し
て
、
有
形
文
化
遺
産
と
し
て
捉
え
直
し
た
文
学
作
品
は
、

文
化
遺
産
の
概
念
を
問
題
化
し
、
発
展
さ
せ
る
底
力
が
あ
る
と

言
え
る
。

　

投
企
す
る
古
典
性
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
無
形
に
傾
い
て
い
る

遺
産
研
究
と
、
有
形
に
傾
い
て
い
る
文
学
研
究
を
融
合
さ
せ
る

の
に
有
効
で
あ
る
。
古
典
（
有
形
）
で
は
な
く
、「
古
典
性
」（
無

形
）
を
対
象
に
し
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
学
際

的
な
試
み
を
促
す
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
ま
た
、
古
典
性
を
現
代

や
大
衆
と
い
う
対
象
に
投
企
す
る
こ
と
は
、
前
近
代
に
発
生
し

た
出
来
事
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
、
古
典
の
研
究
に
新
た
な
役

割
と
価
値
を
付
加
す
る
可
能
性
も
開
く
。前
田
雅
之（
二
〇
一
八
）

や
サ
ル
バ
ト
ー
ル
・
セ
ッ
テ
ィ
ス
（
二
〇
〇
六
）
が
提
案
す
る

通
り
、
現
在
に
お
け
る
古
典
の
重
要
な
働
き
は
、
我
々
が
当
た

り
前
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
現
代
的
価
値
観
を
相
対
化
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
古
典
性
を
現
代
に
投
企
す
る
こ
と
は
、
過
去
の

素
晴
ら
し
い
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
テ

ク
ス
ト
の
背
景
に
あ
る
価
値
観
を
現
代
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
す
る

意
味
も
あ
る
。
そ
こ
で
、過
去
と
現
在
を
つ
な
げ
る
遺
産
は
、「
投
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企
」
と
い
う
多
様
な
過
程
を
理
解
す
る
の
に
役
立
ち
、
こ
れ
か

ら
の
古
典
を
め
ぐ
る
論
考
の
み
な
ら
ず
、
二
一
世
紀
の
人
文
学

に
ま
す
ま
す
影
響
を
与
え
る
学
術
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と

期
待
で
き
る
。　

　

学
際
的
な
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
発
展
し
つ
づ
け
る「
遺
産
」

と
い
う
概
念
は
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
歴
史
的
意

識
、
共
通
記
憶
と
感
情
、
世
界
の
代
表
文
化
の
編
集
、
あ
る
い

は
未
来
に
対
す
る
義
務
感
な
ど
、
政
治
的
、
倫
理
的
な
諸
問
題

に
も
つ
な
が
り
、
文
学
と
古
典
を
含
め
て
、
現
在
に
お
け
る
人

文
学
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
を
促
す
の
で
あ
る
。

注1　

«heritage is a process through w
hich individuals and collectives 

negotiate their social position and ‘place’ w
ithin particular soci-

eties» （Sm
ith &

 W
aterton 2009: 293

）（
筆
者
訳
）

2　

«the invention of the idea of “the original text” of G
enji m

o-

nogatari and of the im
portance of its preservation and trans-

m
ission w

as itself the m
edieval com

m
entators’ m

ost significant 

accom
plishm

ent» （E
m

m
erich 2013: 10

）。

3　

«T
his is w

hat I m
ean, first of all, by “replacing” a text: canoniza-

tion as the continual replacem
ent of canonical texts by new

, dif-

ferent versions of them
selves that answ

er to the needs not only of 

authoritative institutions intent on preserving and propagating 

their ow
n values and ideologies, but also of their consum

ers; the 

literary canon as an enorm
ous gallery of look-alikes, a string of 

placeholders.» （E
m

m
erich 2013: 11

）

4　

«T
his intangible cultural heritage, transm

itted from
 generation 

to generation, is constantly recreated by com
m

unities and groups 

in response to their environm
ent, their interaction w

ith nature 

and their history».

5　

H
eritage, in this sense, can be found, interpreted, given m

ean-

ings, classified, presented, conserved and lost again, and again, 

and again w
ithin any age （H

arvey 2008: 22

）.

6　
「
平
安
初
期
の
漢
詩
集
の
序
文
に
お
け
る
「
遺
産
言
説
」
に
関
し

て
は
、
拙
稿
「
平
安
朝
文
人
に
お
け
る
過
去
と
現
在
の
意
識　

漢

詩
集
序
を
テ
ク
ス
ト
遺
産
言
説
の
一
例
と
し
て
」（
第43

回　

国

際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録,(43),129-150 (2020-03-26) 

http://id.nii.ac.jp/1283/00004055/ 

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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